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語彙判断課題 と命名課題 に お ける中国語母語話者の 日本語漢字アクセ ス

茅 　本　百合子
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　本研 究 で は ， 日本語 を学習 し て い る 中国語母 語話 者が 日本語 の 漢字語を ど の よ う に 処理 し て い る か が

検討 され た 。 刺 激 の 漢字語は コ ン ピ ュ
ータ に 視 覚提示 さ れ ， 実験 1で 語彙判 断課題 ， 実験 IIで 命名課題

が行 わ れ た 。 単語の種類は，形 態 ・音韻 ・意味 に お い て ， そ れぞれ，中国語 と日本語 が同 じ も の （似 て い

る もの ）／違 う もの の組み合 わ せ で 2 × 2x2 の 8 種類で あ っ た 。語彙判 断課題 の 結果 は，意味 の 似 て い

る も の と形態 が 同 じ もの が 速 く判断 さ れ た 。 音韻 の 主効 果は見 られ な か っ た 。 また，命名課題 の 結果は ，

音韻の 似て い る もの と意味の 同 じ もの が 速 く読 まれた 。 形態 は同 じ も の が 速 く読 まれ る 傾 向が見 られ た 。

こ れ らの こ と か ら ， 漢字の 形態 ・音韻 ・意味 に お い て 日本語 と中国語 の 情報 が 似 て い る も の／同じ もの

が 強 く結び つ い て い る こ とが 確 認 さ れ た 。 ま た ， 漢字 を読 む とき ， そ の 目的が 意味を取 る こ とで あれ，

音読 で あれ，意 味情報 が活性化 し て い る こ と が 示唆 さ れ た。また ， 音韻情報 は，最終出力 で 音読 す る命
名課題 で 重要 で あ る こ とが わ か っ た 。 そ し て ，最終 出力 で 音韻 情報を 必 要 と し な い 語彙 判断課題で は ，

音韻情報 は そ れ ほ ど重要で な い こ とが 示唆 された 。

　キーワー ド ；心内辞書，漢字 ，中国 語 ， 語彙判断課題，命名課 題

問 題

　日本語 と中国語
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似 下，これ を 「日 ・中」 と表 す） は異な

る 言語 で あ る が
， 「漢字」 と い う共通の 文字 を使用 す

る。 日本語 を学 習 して い る 中国語母語話者は，母語 の

漢字 の 知識 に 加 えて ， 日本語漢字 の 知識 を学習 して い

る 。 そ の よ う な学習者の 心 内辞 書 （mental 　lexic。 n ） で

は ， 日本語 の漢字 が ど の よ う に ア ク セ ス
3
さ れ る の で あ

ろ うか 。

日
・中漢字の 差異

　現在 の 日 ・中漢字 は ， そ れ ぞ れ が 異 な る歴 史 的変 遷

を遂 げ て い る。そ の 結果 ， 漢 字 の 3 要素 で あ る形態 ・

音韻 ・意味 に お い て ， 日 ・中漢字 は必 ず し も
一

致 し な

い
。 形 態は 日本 と中国 で 独 自 に 簡略 化 を 進 め ， 元 は 同

じ漢字で も現 在 で は 形 態 （字体 ）が違 う漢字が 多数存在

す る。茅本 （1995b） は ， 日 ・中漢字の 形態 の 差 を 「異 形

度 1 〜 4 」 に 分類 し て い る 。 こ の 方 法 は
， 日 ・中の 漢

字の 形態を比較 し ， 全 く同 じな ら異形 度 0 ， 点や 線が

1 画違 っ て い れ ば，異形度 1 （た と え ば，「歩 亅と「歩 」，「海 」

と 「海 」〉，構成 部分 の う ち小 さ い 方（た い て い の 場合は へ ん ）

が違 っ て い る な ら異形 度 2 （た と え ば，「話 」と 「活 」，「許」

　 広 島 大 学 留学 生 セ ン タ
ー
　yuriko ＠ hiroshima−u ．ac 、jp

　 本 研 究 で は，中国大 陸 で 使 用 さ れ て い る北 京 語 を 基本 と した

　標準 語 で，簡体 字 を用 い る もの を対 象 と す る 。

3
　 本 研 究 で，「ア ク セ ス す る 」とは

， 心 内辞書の 情報 に 接近，つ

　い に は 到達 す る こ と とす る 。こ の こ と は 情報 が 活性 化す る こ と

　 と 同意 で 使 う 。

と 「杵」），構成部 分 の 大 きい 方 （た い て い の 場合 は っ く り）

か ，構成部 分 の 両 方が違 っ て い る か ，構成部分 が 欠落

し て い る な ら異 形度 3 （た と え ば，「練 」 と 「馴 ，「動 」 と

「劫 」）， 全 く違 う字体 に な っ て い るな ら異形度 4 （た と え

ば，「専 」 と 陵 」，「異 」 と 厂昇」） と して 分類 す る方法 で あ

る 。 こ の 方法 で 分類 した結果と ， 中国語母 語話者が 主

観 で 分類 し た結 果 は r ＝0．90の 高 い 相関が あ っ た （茅

本，1995b）g

　音韻は ， 2 言語間で 音韻体系 が異な る の で ， 「ま っ た

く同 じ」と い う こ と は あ りえな い 。しか し， 「よ く似 て

い る」発 音は 存在 す る 。 た と え ば ， 「愛」 は中国語 で／

ai／と読 み，日本語 の発音 と よ く似て い る 。

一
方，ほ と

ん ど 似 て い な い 発音 の漢字 も存在す る。た と えば ， 「児 」

は 中国語で ／er ／と発音 し，全 く似 て い な い と評定 さ れ

た （茅 本，1995a）。

　意味 も，日・・中で 全 く同等 に 使 っ て構わ な い も の か

ら，ほ とん ど違 う意 味の漢字が 存在す る 。 た と えば ，

「漢 字 （kanji）」 は中国語で も 「漢字
4

（hanzi）」 で あ る 。

しか し ， 「走 」と い う漢字 は 中国語 で 「歩 く」と い う意

味で あ る し ， 「駅」と い う漢 字 は 現代中国で は使わ れ な

い
。 こ の よ うな 日 ・中漢字 の 現状に お い て ，中国語母

語話者 が 日本語の漢字に ど の よ う に ア クセ ス して い る

か ，形態 ・音韻 ・意味の 3 要素 に つ い て 心 内辞書 の 様

子 を明 ら か に す る の が 本研 究 の 目的で ある 。

4

　 た だ し，現 代 中国 で は簡 体 字 の 「双 字 亅 を使 っ て い る。
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漢字 の 形態 ／同形語 の 研究

　茅本 （1996） は ， 日 ・中漢字 の 形態 ・音韻の 差異 の 影

響 を検 討す る 実験 （命名 課 題 naming 　task ） を，日 本語 を

学習 し て い る中国語母語話者 （上 級者 ） を対象 に 行 っ

た 。 そ の結果，形態の差異 に 関 して は，日 ・中で 同形

漢字 （た と え ば，「常 ・常」，「道 ・道 」） と 異形 漢字 （た と え

ば，「豊 ・羊 」，「開 ・升 」，実験 で は 日本 語 の 字体 が 提示 され た ）

を中国語で読み 上 げる ま で の 反応時間 （視 覚 提 示 か ら発

声 ま で に か か る時間）に 有意 な差 が 見 られた。同形漢字（平

均 反応 時間 597ms）を異形 漢字 （平均反 応時間 669ms 》よ り速

く発音 し た の で あ る 。 こ の 実験結果が 興味深 い の は ，

中国語 と し て 日常的に す で に 使用 さ れ な く な っ た 漢字

で さ え，中国語 で 発音 で きる こ とが 明 らか に さ れ た こ

と で あ る 。 対象者 の 中国語母語 話者 に と っ て は ，「日本

の 字体は古 く， 中国の簡体字は新 し い 」 と い う内省 が

見 ら れ た 。 被験者 の 心 内辞書 に は ， こ の実験 で 出さ れ

た異形漢字 と 自分 が 知 っ て い る漢字 は 異体字で ネ ッ ト

ワーク があ り，した が っ て ，適切 な音韻情報 が 出力 さ

れ た と考 え る こ と が で き る 。

一
方 ， 同 じ材料 旧 本 語 の

字 体 ） を 日本語で 読む 場合は ， 形態の 影響 は見 られ な

か っ た （異 形で 1080ms，同形 で llOlms ）。 し か し，こ の 1 秒

以 上 とい う反応時 間は ， 母 語 の 中国語 で 読 み上 げた場

合 （上 記 ）よ りか な り長 い 。 こ の 実験 の 対 象者 の 学 習 レ

ベ ル は 上級で あ る が ， 不 均衡 バ イ リ ン ガ ル で あ っ た 。

彼等 に と っ て 日本語は 母語 レ ベ ル ま で 達 し て い な い 言

語 で あ っ た た め ，単語 を読 み 上 げ る の に ， こ の よ う に

長 い 時間が か か っ た もの と考 え られ る 。

漢 字の 音韻／同音語の 研究

　音韻の 差 異 に 関 し て は ， 日本語漢字を 日本語音 で 読

み上 げ る の に ，日 ・中で 音韻が 似 て い る漢字 （た と え

ば，「茶」，中国語で 〆cha ／，「案」，中国語 で／an ／） が ，音韻が

似 て い な い 漢字（た と え ば，「京 」，中 国 語 で ／jing／，「肉 」
5，中

国語 で ／ru 。1）よ り速 く読み 上 げ られ た （茅 本，1996）。 母語

の 中国語 の 音韻が 影響 を及ぼ し た の で ある 。 タ ーゲ ッ

トでな い 母 語 の 中国語音 とタ
ー

ゲ ッ トの 日本 語音 の 差

異が漢字の 命名に 影響 を及 ぼ した とい う こ とは ， 漢字

を見て そ れ を 日本語で 発音 し よ う と し た と き ， 日 ・中

の 音韻情報が 両方 と も活性化 し て い た こ と を示 し て い

る。 こ こ で は，日 ・中で 似 て い な い 音韻が競合 し，反

応 を遅 らせ て い た 。 さ ら に 茅 本 （2000） は ， 中国語 音 と

日本語 の音読み だ け で な く ， 日本語の訓読 み も， 日本

語を学習 し て い る中国語母語 話者 の 心 内辞書で ， 漢字

の音韻情報 として 収 ま っ て い る こ とを発 見 した 。 こ れ

5
　 日本 語読 み の 「ち ゃ 」「あん 」「き ょ う」「に く」は す べ て 音 読

　み （中国 語起 源）で あ る。

ら の こ と か ら 言 え る こ と は ， 日 本語 を学習 し て い る中

国 語母語話者の 漢字の音韻知識 は ， 中国語音 ， 日本語

の 音読 み，さら に ，日本語の 訓読み で ネ ッ トワ
ー

ク を

作 っ て い て ， 必要 に 応 じ て 活性化 が 起 こ っ て い る と い

うこ と で ある 。

　Lam
，
　Perfetti

，
＆ Be11 （1991 ） は， 1 字の 同形漢字 に

つ き ， 北 京語 と広 東語
6
で 発音 が 異 な る漢字 と発音が 同

じ漢字を材料 として 選 択 し ， 提示 された 2 つ の 漢字の

発 音が ，北 京語で 同 じ か ど うか の 判断を要求す る 実験

を行 っ た 。 その 績 果 ， Lam 　eta1 ．（199D は ， 北京語 と

広 東語 を使 用す る被験者は ，広東語 の 発音が 干渉 し，

北京語の み を使用 す る被験者 に 比 べ 反応時 間 が 長 くな

る こ と を 明 ら か に し た 。 す な わ ち ， 漢字 1 字の 視 覚提

示 に お い て ， 2 つ の 音韻情報が 活性化す る こ と を 示 し

た。

　 Sakuma ，　Sasanuma，　Tatsumi ，＆ Masaki （1998） は，

定義文を提示 し た後 ， タ ーゲ ッ トの 漢字語 を提示 し ，

そ の 漢字語が 定義文 に あ っ て い る か ど う か判断 さ せ る

こ とで
， 日本語 の 漢字 の 形 態 と音韻 の 効果 を検討 し た 。

実験 1 で は ， yes／no 反応 の 後 ，単語 の 命名 を求 めた 。

結果は ， 形 が似 て い て 同音 の 漢字語 の 条件 で ，エ ラー

が 多 くな っ た 。 実験 2 で は ， 命名をせ ずに yes／no 反応

だ けを求 め た 。 形 が似て い る条件で は ， 依然 ， 同音条

件 に エ ラ ーが 多 い と い う結 果 に な っ た 。実験 3 で は，

定義文 ， ターゲ ッ ト を提示 した後 ，
パ ターン マ ス キ ン

グ を し て 形態の 影響 を妨害 した 。 こ の 条件 で も形 が似

て 同音 の 漢字 に は エ ラーが 多 く出現 し た 。 漢字の 形 が

似 て い た り， 同音で あ っ た りす る と ， 最終判断が 惑わ

さ れ ，
エ ラ

ー
に な っ た の で あ る。Sakuma らは， こ れ

ら の 実験結果か ら漢字語の 処理過 程で 音韻情報 と形態

情報が重要で ある こ と を強調 した 。

漢 字 の 意味／多義語 の 研究

　茅本 （1995b，　1996，2eee＞で は ， 形 態 と音韻 の 差異 に つ

い て は検討 して い る が ， 意味の差異に つ い て は検討 し

て い な い 。 日
・中漢字の 意味の差異 は漢字処理 に ど の

よ うに 影響 を及 ぼ し て い るの で あ ろうか 。 上記の形態

と音韻の 研 究結果 か ら支持 され た仮説 に よ る と，似 て

い る も の （同 じ もの ） は ， 似 て い な い もの （違 う もの ） よ

りも強 く ほ た は近 くで ）結び つ い て い る の で ， 活性化が

速 くて 強 く，そ の 結果，似 て い る も の の 方が 似 て い な

い もの よ り反応 が速 くな る 。 さ ら に ，複数 の 違 う もの

が 活性化 し ， ど ち らか を 選 択 し な け れ ばな らな い 場合

゜

　 北 京語 と広東語 は ど ち ら も中国語 の 方 言 で あ る と位 置づ け

　 られ て い るが ，その 発音 は 異 言語 の よ うに 異 な っ て い る場 合 が

　 あ る 。
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（た と え ば，複数 の 発 音 の う ち，1っ を 発音 す る場 合 ）は ， 競合が

起 こ る。こ れ を当て は め れ ば，日
・中で 同義語 は異義

語 に 比 べ て 速 く反応 す る と予 想 さ れ る。

　意味が複数ある単語 ， 多義語 （polysemy また は ambigu −

・ us 　w ・ rds ）を材料 と し た 研究が ， 単
一

言語を用 い て 行わ

れ て い る （Borowsky ＆ Masson ，1996 ；Hin 。 ＆ Lupker ，1996 ；

Kawamo10 ，　Farrar，＆ Kello，1994）。単語 に 意味 が 複数 あ

る も の は意味が ひ とつ し か な い 単語 に 比 べ て ， そ れ ぞ

れ の 課題 に お ける反応時間 に差が あ る と い う研究で あ

る。具体 的 に は ， 意味 が 複数 あ る 単語 は意味が 1 っ し

か な い 単語よ り ， 反応時間が 速 い と い う 「多義語優位

性効果 」 が 報告 さ れ て い る 。

　た と え ば，Borowsky ＆ Masson （1996 ） は，同形 同

音 で 複 数 の 意 味 を も つ 英 単 語 の 研 究 で 語 彙 判 断 課題

（lexical　Clecision　task ）を用 い た。そ し て ， 意 味 を複数持

つ 単語 は ， 頻度が 同等で意味が 1 つ し か な い 語よ り語

彙判 断時間 が短 い こ と を示 し た 。 処理過程で 意味の ど

れ か が合致 す れ ば ， そ の 時点 で 反応 で き る か ら，意味

が 複数あ る単語の 方が ， 1 つ し か 意味 がな い 単語 よ り

「語」で あ る と判断す る の が速 い と い う解釈で あ る 。 本

研究 の 日 ・中漢字で 同形 の 漢字 は，日 ・中で 意味が 同

じもの と異 な るもの があ る 。 こ れ らの 漢字語 を こ の 「多

義語優 位性効 果」 の 研究 結果 に 当 て は め る と，異義語

（意 味 が 2 つ ） は 同義語 （意 味 が 1 つ ） よ り反応が 速 い と予

測 さ れ る 。 こ れ は，茅本 （1995b ，1996，2000） か らの 予測

と反 す る こ と に な る。た だ し，こ の 「多義語優位性効

果」 は実験 に よ っ て は出た り出 なか っ た り，特 に ，命

名課 題 で は その 効果 が 見 られ なか っ た りす る の で ， 安

定 し た 効果 と は言 え な い の が 現状で ある （Hino ＆ Lup −

ker，1996）。 さ ら に ， 単
一

言語内で の 効果が 2言語間で 期

待 で き る の で あ ろ うか 。日 ・中で 同形の 漢字語 と言 っ

て も元 々 異 なる言語 で あ る。はた して ， 2言語 を対象

とし て い る本研究 で は異義語 と同義 語 とどち らが速 く

処理 さ れ る で あ ろ うか 。

　 漢字の意味に つ い て は，漢字 1字で 多 くの 意味を有

し て い る もの もあ る。意味 が 特定 で きな い 漢字 1字 を使

用 す る よ り， 本研究で は ， 漢字 （語 ） の 意味が 特定 さ

れ ， 漢字語 と して
一

般的 な 2 字熟語 を扱 うこ と と す る 。

本研 究 の 語彙判断課題 （実験 1） と命名課題 （実験 ID で

の 仮 説

　 茅本 （1995b，1996，2000）で ， 音韻 の 効果 が 見 られた の は ，

課題 が最終的に 音韻情報の 出力 を必要 と す る命名課題

で あ っ た た め で は な い か と考 え る （Taft＆ van 　Graan，
1998 ）。 純粋な 漢字処理 の 中で ，た と え音韻処理 が な い

か ， また は微 少な もの で あ っ て も， 命名課 題 で は ， 発

声 の ため に ど う して も顕著な音韻情報処理 が 行われ る 。

た と えば，中国語の漢字の 処理 に お け る プ ラ イ ミ ン グ

効 果 を検討 し て い る Zhou ＆ Marslen −Wilson （2000）

の 命名課 題 で ， 音 韻情報 の 活性化 が見 られ て い る。

Zhou らの 実験 1 （語 彙判 断 課題 〉と実験 2 （語 彙判 断課 題 ）

の 結果，漢字 2 字を語で あ ると判 断す るとき に ，同義

の プ ライ ム は影響 を及 ぼ して ，同音 の プ ライ ム は影響

を及 ぼ さ な か っ た。 しか し ， 命名 を求 め た 実験 3 で は

同音プ ラ イ ミ ン グ効果が 出現 し て い る 。 こ の よ うに ，

命名課題 で は，音韻情報 の 影 響が 見 られ て い る。した

が っ て ， 処理過程の 音 韻 の 影 響 そ の もの を確 か め る た

め に は ， 音韻情報の 出力を必要 と し な い 課題 を行 う必

要 が あ る 。 本研究で は，そ の 目的 の た め の 課題 と し て ，

実験 1で 語彙判 断課題 を採 用す る。

　語彙判 断課題 は ， 語認知 の 実験 に命名課題 と 並ん で

よ く用い られ る 。
こ れ は ， 提示 さ れ る語が 本当の 語で

ある か ， 語で は な い か を判断す る課題で あ る 。 判断 し

て ボ タ ン を押すだ け で ，理論的 に は音韻情報 を必要 と

しな い
。 語彙判断課題 は ， 意味があ る か な い か が わ か

る と こ ろ ま で し か 処 理 の継続を必要 と し な い の で ， 文

章理 解や カ テ ゴ リー
判 断 の 課 題 よ り 「浅 い 処 理 」 と考

え られ て い る （Pexman ，　Lupker，＆ Jared，2001）。しか し

実 際 は ，語 が 視覚提 示 さ れ 心 内辞 書 に ア ク セ ス し て い

る最中 に
， 意味情報や音韻情報が 活性化 を始 め て い る

こ とが示唆 さ れ て い る （Sakuma　et 　al．，1998 ）の で ，単語

の 形 態 ・音 韻 ・意味 の 情 報処理 を検討 し よ う と す る 本

研究 に 最適 で ある。

　 実験 1 儲 彙判 断課 題 ）で は ， 課題 遂行 に 必 要 と さ れ る

心内辞書 ア ク セ ス の と き ， 両言語の 意味情報の活性化

が起 こ る と考え られ る 。 日
・中で 異義語 に な る単語 は ，

複数 の 意味 の 活性化が 起 こ り，そ れ は処理過程 で 競合

して ， 反応 時間 は長 くな るで あ ろ う。

　 次 に ， 日 ・中の 音 韻の 差 異は課題遂行 に 影響を及ぼ

さ な い と考え る 。 語彙判断課題 は音韻情報の 出力 を必

要 と し な い 課題 で あ る か ら，音韻情報 は ，た と え活性

化 して も微少 で ，閾値 ま で 活性化 しな い だ ろ う と 思 わ

れ る か らで ある 。
い わ ば ， 「読め な くて もわ か る」ア ク

セ ス 方法で，音韻情報の影響な くし て意味情報に ア ク

セ ス す る と考 え る。実際，音韻情報 を介 し て 意 味情 報

に ア クセ ス す る経路 は ， 漢 字処理 の 場 合 ，

一
般 的 で な

い とい う研究結果 が 出 て い る （Sakuma 　et　aL ，1998 ；Taft

＆ van 　Graan ，1998 ；Zhou ＆ Mars ］en ・Wilson，1999，200D ）。

　 形態処理 は刺激提示 直後か ら行わ れ る重要な 処理過

程 で あ る の で ，形態 の 差 異 は 語彙判 断課題 の 遂行 に 影

響 を及ぼ す と思われ る 。
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　さ ら に ， 本研 究 で は実験 IIで命名課 題を行 い
， 音韻

情報 と意味情報の 効果 を確認 す る。こ の課題 で は，提

示 され た 漢字 を発声す る た め ， 音韻処 理が積極的 に 行

わ れ る。漢字 に は 正 確な 音韻情報が な い
7
の で ， 心内辞

書の 音 韻情報 に ア ク セ ス し な けれ ば な ら な い
。 ア ク セ

ス が始 ま る と ， 意味情報へ も活 性化が 拡散 す るで あ ろ

う。さ ら に ，2 字語 は そ の意味に よ り読 み 方が定 ま る
s

か ら，
や は り心内辞書の 意味情報 と音韻情報 に ア ク セ

ス し なけれ ばな らな い 。形態情報 も上 記の理 由で ， 重

要 で あ る 。 そ の た め ， 形態，音韻，意 味 の 3 要因 す べ

て の 影 響が 見 られ る に ち が い な い
。

実 　験 　 1 語 彙判断課題

方　法

　 実験計画　 2 × 2 × 2 の被験者内要因に よ る 要因計

画 が用 い られた。第 1 の 要因 は，形態 の差異 （異 な る ／

同 じ）， 第 2の 要 因 は，音 韻 の類 似 （似 て い な い ／ 似 て い

る ）、 そ し て ， 第 3 の 要因 は ，意味の 差異 （異 な る ／ 同 じ 〉

で あ っ た 。

　 材料　漢字 2 字熟語で 2字 と も音読 み を し ， 日 ・中

両言語 に 存在 す る 語 を以下 の 文献か ら 選 出し た 。

　　1）　 『中国語 と対応 す る漢語 亅（文化庁，1978）

　 2）　 『漢字音読語 の 日 中対応 」（文化 庁，19S3）

　 3）　 『お ぼ え て お き た い 日中同形異義語300』 （上 野 ・

　　 魯，1995）

　 4）　 『日本語 ・中国語 意味対 照辞 典 』（飛 田 ・呂，1987）

　 選定基準 と し て ， 中国語音 と日本語 の 音 の 類似度 を

数値化 し た茅本 （1995a ） と，日・中漢字 の 形 態の差異の

程 度 を 「異形度」 と して 表 した 茅本 （1995b ）の デ ータ を

援用 した 。 また ， 意 味 に つ い ては，上 記 の 4 つ の 文献

の 内 ， 2 つ 以 上 が 「意味 が異 な る」 と認定 して い る語

を 異義材料 と し て ， ま た ， 1）， 2）の文献 で 「意味が同
・じ 」 と さ れ，3），4）の 文献で 「意味が 異 な る 」と さ れ

て い な い 語 を同義 材料 と し て 選択 し た 9。  形態 ＝ 同

（Same ）／異 （Different）  音韻 ＝類 （Simi【a ・）／異 （Dissimi・

lar）  意味 ＝ 同 （S・ me ）／異（Different） で ，
　 SSS ，

　 SSD ，

SDS ，
　SDD ，

　DSS
，
　 DSD

，
　DDS

，
　DDD の 8条件 の 語 の

グ ル
ープが 構成さ れ ， 各グ ル ープ 9 語ず つ

， 全 72語が

yes 反応刺 激 と し て 最終 的 に 選 択 さ れ た 。 そ れ に 加 え

て ， no 反応刺 激 として 非単語 72語 が 作 成 され た 。 漢字

語の 日本語で の 頻度 は 国立 国語研 究所 （1983）
， 中国語 で

の頻度は北 京語言学院 （1986 ）を参照 し た 。 頻度の 平均

値 に よる分散 分析 を試み た と こ ろ ， 日本語頻度 と中国

語頻 度に お い て どの 要因 に も主効 果 は 見 られ な か っ た 。

4 の こ と か ら ， 印刷物出現頻度は 同等で あ る と考 え る 。

　非単語 は，単語 の 第 2字 を ラ ン ダ ム に 並 べ 変え ， 日

本語 に も中国語 に も な い 漢 字 2字 綴 りで あ っ た 。 第 2

字 を並 べ 変 え て もまだ語 に なる もの は ， 第 1 字 と第 2

字 を 入 れ 替 え た 。 yes 反 応 の 材料 漢字 の 例 と概要 を

TABLE 　 1 に 記 す （単 語 ／ 非 単 語 の リス トは 資 料 を 参 照 の こ

と）。

　被験者　中国語 母語 話 者 で 日本 語 の レ ベ ル は 上 級

（日本 語 学 習歴 900時 間程 度 ）
1°
の 広 島大 学 の 大 学院 生 12名

で あっ た 。 文学 ・語学専攻の 学生 は含 まれ て い な か っ

た
11。

　装 置 　岩 通 ア イ セ ル 製 AV タ キ ス トス コ ープ と そ

の 一連 の 装置 が接 続 さ れ た NEC 製 パ ー ソ ナ ル コ ン

ピ ュ
ー

タ ， そ し て ， 実験 を遂行する た め の プ ロ グ ラ ム

と して タ キ オ ン ver ．3 が 使用 さ れ た 。

　手続 き　最初 に
，
CRT の 中央 に 凝視点 「☆ ☆ 」が 1

秒間提示 さ れ ， 続 い て ， 漢字 2字 （横害 き ）が 提示 され

た 。 被験者 は そ の 漢字 2字 を 日本 語 で ，ま た 中 国語 で

も，語 で ある か ど う か で き る だ け速 く正確 に判断 し ，

語 で あれ ば右 の ボ タ ン を，語で な け れ ば左の ボタ ン を

押す よ う に教示 さ れ た 。 教示 はす べ て 日本 語 で 行 われ

た 。 刺激漢字の提示時間は最高 3 秒で ， それ以 内 に 反

応 する と，刺激は 消え る仕組み に な っ て い た 。 被験者

は ， 練 習 の 16語 を判 断 した後，144単 語／非単語 を判断

し た 。 144の 刺激 は 2 ブ ロ ッ ク （各 72個〉 に 分 け られ て

お り ， 刺激 は ブ ロ ッ ク 内 で ラ ン ダ ム に 提 示 され た 。 各

ブ ロ ッ ク は被験者間で カ ウ ン タ ーパ ラ ン ス が と ら れ た 。

反応 か ら次 の 刺 激提示 ま で の 間隔は 2 秒で あっ た 。

7
　 形声 文字 の 「音 符」 は ど う音 読 み す る の か，あ る程 度 の 見 当

　 をつ け る こ と は で き る （藤 堂，1995）。しか し，「音符 」が す べ

　て 正 し い 音読 み に 当 た る か と い う と そ う で は な い し ， 訓読 み し

　よ う とす る と 「音 符」は 役 に た た な い 。
e

　 各字 の 読 み が 複数 あ る と，最適 な 読 み を選 択 す る の に や は り

　心内辞轡の 検索が 必要 と な る 。

9
　 文mal） と2）で ，「意味 が 同 じ」 とされ てい る語が ，文 献3）
　 ま た は4） で，「意 味 が 異 な る」 と さ れ て い る場 合 が あ っ た の

　 で，そ の よ うな 漢 字語 は 特 に 注意 し，本 研究 の 材料 に は 含 ま な

　 か っ た。

］°　 学 習 歴 と学 習場 所 ・方法 は 被験 者 で 異 な っ た。しか し，日本

　語 が 受験 科 目の 1 つ とな っ て い る大学院 の 入 試 に全 員が 合格

　 し，大学 院 の 授業 を 日 本 語 で 受 け て い る現 状 を加 味 し，上 級

　か，そ れ 以 上 の レ ベ ル で あ る と判 定 した。
H

　 初 級 ・中級 学 習者 を対象 と し な か っ た の は，学習 レ ベ ル が 低

　い と，瞬 間提 示 され た単 語 を判 断 した り，読 み 上 げた ウす る課

　題が で き ず， デー
タが 採取 で きない か らで あ る。さ らに

， 文 学

　や 語 学 が 専門 の 学生 を避 け た の は，そ の よ うな 学 生 は，一
般 の

　 日本 語 掌 習 者 よ り語 彙 を多 く学 習 して い る と推 測 し た か ら で

　 あ る 。
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TABLE 　1　 材 料漢字 の 例 と概 要

形 態 Same Different

音韻 Similar Dissimilar Similar Dissimilar

意 味 SameDifferentSameDifferentSameDifferentSameDifferent

漢字 の 種類 SSS SSD SDS SDD DSS DSD DDS DDD

漢字 の 例 豆 腐

公 園

料 理

到底

会話

銀行

主 人

言 ま五目　卩口

練 習

（簒 月）

電話

（屯話 〉

評 判

（坪判 ）

試験

（拭 詮）

発音

（炭 音）

音楽
（音 奈 ）

階段

（畍段 ）

発火

（炭 火 ）

異 形度

（標準 偏差 ）

0 ．56
（0．73）

O．67
（0 ．87）

0．67
（0．87）

0．89
（0，93）

4．33
（1．22＞

4．33
（1．32）

4 ．11
（0．93）

4 ．11
（1．45）

　音 類似

（標準偏 差 〉

7，59
（2 ．16）

7．51
（2 ．09）

3．45
（0．75）

3．32
（0．94）

7．87
（1．31＞

7．07
（1．82）

3．36
（G．32）

3 ．56
（0．77）

単 語 頻度 （中国 ）

　 （標準 偏差 ）

117．0
（107 ．2）

99．o
（112．8）

93．0
（93．7）

79．7
（160．3）

112．O
（67．3＞

68．3
（61．3）

83．2
（81．7）

145 ．3
（158．1）

単 語 頻度 （日本 ）

　 （標準偏 差 ）

73，4
（52．9）

79．4
（63．5）

149，8
（146 ．0）

79．4
（65．6）

106．6
（ll3．3）

96．3
（114．7）

118 ．6
（97．7）

78．8
（82．0）

注 ：異形 度は語 の 各構成漢字の 異形 度 （O〜4 ） の 合計 （0〜8） の 平 均 で あ る。
　 音 の 類似度 は 語 の 各構 成 漢字 の評 定 値 （／

〜7 ） の 合 計 （2〜14） の 平均 で あ る。
　　中 国単語頻 度 は，％ （パ ーミ ル ），日本 語単 語頻 度 は ，の べ 991 ，375字 の サ ン プ ル で の 出現 頻 度 で あ る。

TABLE 　2　語彙 判 断課 題 に お け る 反 応時間の 平均値 と標準偏差 （単位 ms ）

形 態 Same Different

音韻 Simi【ar Dissimilar SimUar DissimHar

意 味 SarneDifferentSameDifferentSameDifferentSameDifferent

漢字 の 種類 SSS SSD SDS SDD DSS DSD DDS DDD

反応 時問

（標準 偏差 ）

618
（81）

643
（71）

645
（71）

676
（81）

665
（103）

742
（132）

641
（99）

679
（82）

結 　果

　反応時間 の 分 析 は yes 反応 の み に つ い て 行 っ た 。押

し間違 え や 無反 応 の エ ラ ー （15項 目，全 体 の L8％ ）と各被

験者 ・各 条件で の 反応時間の 平均値か ら ± 2SD を超 え

た項 目 （41 項 目，全体 の 4．8％）を 反 応時間 の 分 析 か ら 除 い

た 。 各条件で の 反応時間 の 平均 値 と標 準偏 差 を TABLE

2 に 示 す。

　yes 反応刺激 の 72語 の うち ， 「工 夫」は読み 方が 2 種

類 あ り材 料 と して 不適 当で あ る の で ， こ の データ を 分

析 か ら除 い た 。 そ し て， 2 × 2 × 2 の 分散分析を行 っ

た 。 本研究 は 言語が 刺 激 で あ る の で，分 析 は Clark
（1973） に 従 い ，被験者 の 平均 値 に よ る F 値 （Fs）， と項

目 の 平均 値 に よ る F 値 （Fi）を算出 し た 。 し か し ，
　 Hine

＆ Lupker （1996） の主張す る よ うに ， 実験で の 刺激項

目 は純粋 に は 「ラ ン ダ ム 」 で は な く，実験 の た め に 取

捨選 択 し た 項 目で あ る。 し た が っ て
， 本研究で は ，

2

つ の F 値 を興味 ある読者 の 参考の た め 算出 し，被験者

の 平均値 に よ る F 値 を 主 な判断材料 とす る 。

　分析結果は ， 形態に 関 し て ， 日 ・中 で 同形語 を語で

あ る と判断す る （645ms） の は ，異 形語 を語 で あ ると判

断 す る （681ms ）よ り時間 が 短 い 傾 向 に あ っ た （Fs（1，ll）＝

4．76，p ；．052，　Fi（1，63）＝4．87，　pく．05）。 さ ら に，日
・中で 同義

語 （642ms ）は ， 異義語 （685ms ）よ り有意 に 速 く語 で あ る と

判断さ れ た （Fs（1，11）；15．87，　p〈．005，　Fi（1，63）＝9．48，　p〈．005＞。

音韻 の 要 因 で の 主効 果 は見 られ な か っ た （Fs（1，11）＝＝O．62，

p ；、45，　Fi（1，63）＝O．12，　p＝．73）。 さ らに ， 形態 と意味の 間の 交

互作用 も見られ な か っ た （Fs（1．11｝；2．36，　 P ；．エ5，　 Fi（1，63）＝

O．88，p ＝ ．35）。 要因間 に 交互 作用 が 見 ら れ た の は 形 態 と

音韻間 で あ っ た （Fs （L11）＝23．58，　pく．001，　Fi（1．63）；5．93，　p〈

・。5）9 こ の 來互作用 に 謁ける単純主効果を検庫す る とヂ

同形 類音 （630ms） が同形 異音   q甲 s） より有意に運く

（Fs（1，22）＝6．28，　pく．05，ただ し，　Fi（1，63）＝2．IS，　p＝．14），異形異

音 （660ms ） が 異 形 類音 （703ms） よ り有 意 に 速 か っ た

（Fs （1，22｝＝13、77．　pく、005，た だ し，　Fi（1，63）＝3．87，　p＝、05）。 ま

た，同形類 音 （630ms） は 異形類音 （703ms） よ り有意に

速 く判断 さ れ た （Fs〔1，22）＝ 15、99，ρ〈．OOI，・Fi （1，63）＝10．77，ρく

．005）。

　次に，反応時間 の 分析か ら除外 した ，
エ ラ

ー
の項 目

と 平均値 か ら2SD を超 え た項 目の 出現率 （％）と標準偏

差 を TABLE 　3 に 示す 。 こ れ らの 項 目は純粋な処理過程

を経な か っ た試行 と理 解 し，「エ ラ ー」と し て 分析 す る

（Lukatela，　Savic，　Urosevic，＆ Turvey ，1997）。 こ れ らの 出
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現率 を角変換 し た値 を 用 い て 反応時間 と同様 に 3 要因

の分散分析 を行 っ た。

　結果 は ， 日 ・中で 同義語 よ り異義語 に エ ラ
ー

が有意

に 多 く出現 し た （Fs（1，11）＝4．94，　p〈．05，　Fi（1，63〕＝1．67，ρ
＝

．20）
。 形 態 と音韻の 要因 に は 主効果 は見 ら れ な か っ た

〔形態 で は，Fs（1，11）＝0．30，　p ＝．60，　Fi（1，63）；0．010，　p≡．76，音 韻

で は，Fs（1，11）； O．17，ρ ＝ ．68，　Fi（1，63）＝0．07，　p＝．79）。

考 察

　実験 1の 結果，意味の 要因 に 反応時間と エ ラ ーで 主

効果が見 られた 。
こ の こ と は

，
．日 ・中 で 同義語 を語で

あ る と判断す る の に ， 日 ・中で 異義語 を語 で ある と判

断す る よ り反応時間が 短 く，
エ ラーも少な か っ た とい

う こ とを示 して い る。 本実験で は ， 語か 語で な い か を

判断す る ときに ，日 ・中両語 を対象 と す る よ うに教示

し て ， 両言語 の 意味情 報 の 活性 化 を促 した。す る と，

日
・中で 異義語が 出た 場合 ， 複数の 意 味が活性化 す る。

一
方，日

・中で 同義語は 1 つ の 意味が活性化 す る 。 結

果は ， 複数 の 意味 よ り 1 つ の 意味 の 単 語の 方が速か っ

た と い う こ とに な る。

　 こ こ で ， 多義語優位性効果 の 研究 結果 と照 らし合わ

せ てみ る 。 Borowsky ＆ Masson （1996 ｝ は ， 語彙判断

課題 で ，意味が複数 あ る単語 は，頻度が 同等で意味が

1 つ しか な い 語 よ り語彙判断時間 が 短 い こ と を 示 し た 。

本研究の 刺激単語 は 異義語 が こ の 「意味が複 数あ る単

語」 と な り ， Borowsky らの 結果 に 照 らし合 わ せ る と，

同義語 億 味が 1 っ しか ない 単 語 ）よ りも速 く判断 さ れ なけ

れ ばな らず ，結果 が 矛盾す る こ と に な る 。

　 し か し ，
Rodd ，　Gaskell，＆ Marslen −Wilson （2002｝

は先行研究の 単語の意味数を確認 し追実験 した結果，

新た な結果 を見出 し た 。 判断の 反応 時間が短 くな る の

は
， 同形語 で 辞 書 の 見 出し が 複数あ る （many 　meanings ）

単 語 で は な く，
1 つ の 見 出 しに 定義が 複数あ る （many

senses ）単語 で あ っ た。「見 出 し」 と 「定義」 と い うの

は ， た と えば， 手元の英和辞典に よ る と ， barkと い う

単語 は 「見出 し」 が 3 つ あ り，そ れ ぞ れ の意味は関連

が 薄 い
。

こ れ が
，
many 　meanings の meaning で ，　bark

1 は 「（犬 な どが ）ほ え る」， 別 の 見出 しの barle　2 は 「樹

皮」，さ ら に 別の 見出し の bark　3 は ， 「バ ーク 船 」とい

う意味 で あ る。一
方，bark　1 の中 に は関連す る複数の

「定義」があ る。 こ れ が many 　senses の sense で ，　 la

「ほ える」， 1b 「ど な る」， 2 「ズ ドン と鳴 る」な ど で あ

る。した が っ て ， Rodd ら が 明 ら か に し た よう に ， 今 ま

で の 「多義語優位性効 果」 と い うの は，「関連 の あ る多

定義の効果」で あ っ たわけ で ある 。 関連の 薄 い 意味が

複数あ る単語は ， 逆 に 反応 時間が長 か っ た。本研究の

異義語 は 日 ・中で意味が 複数 あ り ， 同義語 （意 味が 1 つ ）

よ り反応 時間 が長 くな っ た とい う結果 は ， こ の Rodd

ら の 結果 と矛盾 し な い 。

　次 に ，音韻の 要因で ある が ， 実験 1 の 語彙判 断課題

で は，類音 と 異音の 条件で差 は み ら れ な か っ た。語彙

判断課題 で は
， 提 示 さ れ た 漢字 2 字が語か 語 で な い か

判断す る こ と を要求 した の で あ るが，そ の と き ， 日
・

中の 音韻情報 の 影響 は 受 けな か っ た こ と が 明 ら か に

な っ た 。 Zhou ＆ Marslen −Wilson （2000） の 結果 と 同

様 ，命名課題 で は音韻情報の 影響が 見ら れ た 。 こ れ ら

の 結果 か ら， 中国語 で も日本語 で も，漢字 2字 を語で

あ る と判断す る 反応 時間に ， 音 韻情報 は影響 しなか っ

た と言 え る 。

　形態 の 主効 果 に つ い て は ， 被験 者 に お け る 分析 は 傾

向差 に とどま っ た。日 ・中で 異形語 を語で ある と判断

す る の が ， 同形語 を語 で あ る と判 断 す る よ り時間が 長

くか か る傾向に あ っ た 。 音韻 との 交互作用 が 見 られ た

こ と に つ い て は，見な れ て い る中国語 の 漢字 の 形態 と

違 う漢字が 提 示 さ れ る と，そ こ で 処理 に 時間が か か り ，

課題 の 目的 で あ る，語 か 語 で な い か を判断す る処理 の

段階で音韻情報 も活 性化 し，日 ・中の 音韻 の 差異 に も

影響 を受 けた もの と考え ら れ る 。

　 また，意味の要因 は他の ど の 要因と の 間に も交互 作

用 が 見 られ な か っ た 。 こ の こ と は ，意味の 要因は独立

し て 有効で あ る こ とを示 して い る 。 実験 1の 結果 を総

合す る と ， 漢字提示後 ， 形態 情報 と意味情報 が 活性 化

し
，

そ の 段階 で語 と判断 さ れ た が ， 音韻情 報 は ， 異形

条件 の とき以外，語 で あ る と す る判断の 反応時間に影

響 を 及 ぼ さ な か っ た。

　 実験 1で は ， 日 ・中の 漢字語の 形態 と 意味 の 差 異 が
，

日本語を学習 し て い る中国語母語話者 の 語彙判 断 に 影

TABLE 　 3　語彙判断課題 に お け る エ ラ ーの 出現率 （単 位 ％）

形態 Same Different

音 韻 Similar Dissimilar Simi巨ar Dissimilar

意味 SameDifferentSameDifferentSameDifferentSameDifferent

漢字 の 種 類 SSS SSD SDS SDD DSS DSD DDS DDD
　　　，
　 エ フ

ー

（標 準偏差 ）

4．6
（7．3）

9．4
（15．7）

5．6
（5．9）

8，3
（lLO ）

5．6
（8．3）

5．6
（9．3）

4 ．6
（イ，4）

9．3
（14．1）
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TABLE 　4　 命名課題 に お け る 反応時間の 平 均値 と標準偏差 （単 位 ms ）

形態 Same Different

音韻 Similar Dissimilar Similar Diss正milar

意味 SameDifferentSameDifferentSameDifferentSameDifferent
漢 字 の 種類 SSS SSD SDS SDD DSS DSD DDS DDD

反応時間
（標準 偏差）

814
（142）

822
（140）

897
（185）

869
（176）

796
（138）

887
（187）

857
（182）

952
（188）

響 を及 ぼ し て い る こ とが 明 らか に な っ た 。 特 に
， 意味

の 要 因 に 主効果 が見 られ ， 音韻 の 要 因に は 主効果が見

ら れ な か っ た 。 従来の 命名課題 に よ る研究 〔茅 本 1995b ，

1996 ）で は ， 音韻の 影響が 現 われ て い る 。 こ れ は課 題 の

最終出力 が 音韻情報 で あ る と い う理 由 の 可能性 が強 く

な っ た 。

　 そ こ で実験 IIで は ， 実験 1 と同 じ材料を 用 い て 命名

課題 を 遂行 し ， 漢字語 の 命名 に お け る音韻情報 の 影響

を検討す る 。 こ れ で音韻 の 効 果が現 れれ ば ， 課題 が要

求 す る処理 に よる結 果 だ と言 う こ とが で き る 。 さ ら に ，

本研 究 の 目的 で もあ る ， 命名課 題 で 意 味の差異 の 影響

が見 られ る か ど うか に つ い て も検討す る 。

実　験　 II　 命名課題

方　法

　実験計画　実験 1 と 同様 ， 2 × 2 × 2 の被験者内要

因 に よ る要因計画が 用 い ら れ た 。 第 1 の 要因 は，形態

の差異 〔異 な る／ 同 じ），第 2 の要因 は，音韻の 類似 （似 て

い な い ／似 て い る ），そ し て
， 第 3 の 要 因は

， 意味の 差異

（異 な る／ 同じ）で あ っ た。

　材料　先 の 実験 で 使 用 した yes 反応 の 漢字語 72語で

あ っ た 。 読み方が 2通 りあ る 「工 夫」 は他の語 と は差

し替 え なか っ た が ， 分析か ら は除 い た 。

　被験者　実験 1 と 同等 の 中国 語 母語 話 者，12名 で

あ っ た 。 全員，実験 1に は参加 し て い な か っ た 。

　装置 　実験 1 と 同 じ装 置 に FOSTER 製 マ イ ク ロ

フ ォ ン ，ボ イ ス キ ーが 接続 さ れ た 。 ま た ， 口 頭反 応の

録音 用 と し て ， SONY 製カ セ ッ ト レ コ
ーダ と SONY

製 マ イ ク ロ フ ォ ン が使用 さ れ た 。

　手続き　被験者 は CRT の 中央 に 現れ る漢字 2 字（横

書 き） を で きるだ け速 く正確 に 日本語で 読む よ う に 教

示 さ れた。教示 は す べ て 日本語で 行わ れ た 。 刺激 漢字

の 提示時間は最高 2秒で ，それ以内 に 反応 す ると，刺

激 は消え る仕組み に なっ て い た。被験者 は，練習 の 8

語 を 読 ん だ 後 ，
72語 を読 ん だ 。 反応 か ら次の刺激提示

ま で は2．5秒 で あ っ た 。 実験 者は ， 被験者の 口頭反 応を

筆記 す る と と もに テ ープ レ コ ーダ で 録音 した 。

結　果

　 マ イ ク に 反 応 し な か っ た 項 目 （31項 目，全 体の 3．6％）

と，読 み 間違 えや
，

と っ さに
一
部 を中国語音で読ん で

し まっ た
12
と い う種類の エ ラ ー（121 項 目，全 体 の 14．2％），

さ らに ， 各被験者 ・各条件で の 反応時間 の 平均値 か ら±

2SD を超えた項 目 〔17 項 目，全体の 2、0％）を反応時間の分

析か ら除 い た。各条件 で の 平均値 と標 準偏差 を TABLE

4 に 示 す。

　有効 な反応時間の データ で 2 × 2 × 2 の 分散分析 を

行 っ た 。 結果 は，中国語母語話者は，類 音語 （829ms）

を 異音語 （893ms）よ り有意 に 速 く， また ， 同義語（841ms）

を異義語 （882ms）よ り有意 に 速 く読ん だ （音 韻 に つ い て は，

Fs〔1，11）＝13．02，　p〈．005，　Fi（1，63）＝ 4．59，　p〈．05 ： 意 味 に つ い て は，

Fs〔1，
ll）＝9．97，　pく．Ol，　Fi（1，63）＝6．43，　p＜．05）。 形 態 の 要 因 で

は ， 被験者で の 分析 に 傾向差 が 見 られ，同形 語 （850ms）

が 異形語 （873ms ） よ り速 く読 まれ る傾向が ある こ と が

示 された （Fs（1，ll）＝3．49，　p ；．089）。 さ ら に ， 被験者の 分析

に お い て 形 態 と意 味 の 要 因間に 交互 作用 が 見 ら れ た

（Fs｛1，11）＝9，8S，pく．01）。
こ の交互作用 に お ける単純主効果

を検定す る と ， 日 ・中で 異形 同義語 （826ms ）を異形 異義

語 （919ms）よ り有意 に 速 く読 み （’b（122）＝19．59，　p〈．OO1），

同形語 を読 む ときは ， 反応時 間は 意味の 差異に影響 を

受 けて い な い こ と が明 らか に な っ た （Fs （1，22〕＝0．25，ρ＝

、62）。本実験 で は ， 音韻 と意味 の 要因間 の 交互作用 は 見

ら れ な か っ た （Fs（1，11）＝O．39，　 p ＝，55，　 Fi（1，63）＝O．03，　 P ＝

．86）。 こ の こ と は，音韻 の 要因 は，独立 し て 有効 で あ る

こ と を示 し て い る 。

　次 に
，

エ ラ ーの 分析で あ る が ， 反応時間の 分析か ら

除外 し た エ ラ ーか ら マ イ ク に 反応 し な か っ た 項 目を除

い た項 目を分析す る 。 具体的 に は，読 み 間違 い 等 の 項

目 と平 均値 か ら2SD を超 えた項 目 で あ る 。 実験 1 と同

様 ，
こ れ らの項 目は純粋 な処理 過程を経な か っ た 試行

として 理解 し， 「エ ラー」と し て分析す る 。 そ れ ら の 出

現率 （％ ） と標準偏差 を TABLE 　5 に 示 す。こ れ らの 出

現率 を角変換 した値 を用 い て 反応 時間 と 同様 に 3要 因

］7
　 中国語発 音 か 日本 語発音 か の 判 定 は 実験 者が 行 っ た 。 「記 憶 」

　を〆kjyi／ （中国 語 で は／jiyi／＞，「統
一

」を／tooyi／ 〔中 国語 で は ／

tongyi ／） と読 む な ど の 12例 が 見 られ た。

一 50 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

茅本 ：語 彙判 断課 題 と命名 課題 に お ける 中国 語母 語話 者 の 日本 語 漢字 ア ク セ ス 443

TABLE 　5　命名課題 に お け る エ ラ ーの 出現率 （単位 ％）

形 態 Same Different

音 韻 Similar Dissimnar Similar Dissimilar

意 味 SameDifferentSameDifferentSameDifferentSameDifferent

漢字 の 種類 SSS SSD SDS SDD DSS DSD DDS DDD
　　　一
　 工 フ ー

（標準偏差）

7、4
（12．8）

11．5
（25 ，9）

10．2
（10 ．8）

25 ．0
（18．2）

13．0
（21．7）

24．1
（23．4）

17．6
（ll．4）

20．4
（25．4）

の 分 散分析 を行 っ た 。

　結果は ， 日 ・’中で 同義語 よ り異義語 に エ ラ
ー

が有意

に 多 く出現 し た （Fs（1，11）＝6．99，p〈．05，た だ し，Fi（1，63＞＝3．24，

p＝．077）
。

ま た ，同形語 よ り異形語に エ ラ ーが 多 く現れ

る傾 向が あ っ た （Fs（1，11）；3．64，p；．083，　Fi（1，63）＝1．22，　p＝

．27）。 音韻 の 要因 に は 主効果 は見 られ なか っ た （Fs（LlD ＝

3．10，ρ＝．11，Fi（1，63）＝0．69，ρ＝41 ）o

考　察

　実験 IIで は
， 実験 1 と 同 じ材料，同等の被験者で 命

名課題 を行 い
， 課 題遂行 に 及 ぼす影 響 を検討 した 。 そ

の 結果 ， 中国語母語話者 は，日 ・中間 で 類音語 を異音

語 よ り有意 に 速 く読ん だ 。
こ の こ と は ， 日 ・中両語の

音韻情報 が 活 性化 さ れ ， 日本語の発音に母語の 中国語

の 発音 が 影響 を及 ぼ した こ と を示 す 。 さ ら に ，語彙判

断課題 で は 見られ な か っ た音韻 の 主効果 が命名 課題 で

見 ら れ た と い う こ と か ら ， 課題 の 最終 出力 が何 で あ る

か に よ っ て 処理 過 程に 変化が 生 じ る こ と が明 ら か に

な っ た 。 さ らに ，音韻の 要因 と他の 要因 間に は交互作

用 が見 られ なか っ た こ とか ら，音韻 の 要 因 に お け る効

果は独立 し て お り， 本研究の命名課題 に お ける音韻 の

影響は ，他の 要因 に関係な く有効 で あ る こ とが明 らか

に な っ た 。

　 また ， 日 ・中 で 同義語 は異 義語 より速 く読まれた 。

意 味の 差異が命名 の 反応時間 に 影響 を及 ぼ した の は，

最低限必要 と す る の が 音韻情報で ある と い う命名 をす

る と き に も，心 内辞書の意味情報が 活性化 し て い る結

果 で ある と考え られ る。

　 形態 の 要 因 で は 傾 向差 が見 られ た に とど まっ た が ，

形 態 と意味の 要因問に交互作用が見 られた。 こ の こ と

か ら ， 日 ・中で 異形漢字 を読 む と き は ， 同義語 を異義

語 よ り速 く読 み，同形語 を読 む と き は ， 反応時間は意

味 の 差異 に 影響 を受 け て い な い こ と が 明 らか に な っ た。

こ れ は ， 形態処理過程で ， 母語で い つ も使用 して い な

い 漢字は，母語で 使用 し て い る漢字 よ り も処理 が遅 く，

音韻情報 を出力す る た め に 処理 が進行 し て い く過程で ，

日・中の 意味 の 差 異 に 影響 を受 け，反応時間 が長 くな っ

た と考 え られ る 。 また ，
エ ラーは ， 同形語 よ り異形語

に多 く現 れ る傾向が あ っ た 。
こ れ も反応時間の 分析 と

同様 に ，
い つ も使用 して い な い 漠字 は，処理段階で エ

ラ
ー

に 結びつ い た試行が 多 い 傾向が あ っ た と言 え る 。

また，エ ラ ー
は，同義語よ り異 義語に 多 く出現 した。

こ の こ と は ， 形 態処理 をした後 ，音韻情報の 同定をす

る ま で に意味情報の 影 響が あ り ， 日 ・中 で 異義語の と

き に 音韻情報 を特 定 し か ね た 結果 が エ ラ
ー

の 出現 と

な っ た と考 え る こ と が で き る 。 さ ら に ，
エ ラ ーを個別

に 分類 す る と，脚注 で 述 べ た，日本語で 読 も うと し て

中国語の 音韻 が混 ざ っ た例 の 他 に ，「勤 労」を 「ろ う ど

う」， 「豊富」 を 「ゆ た か 」 と読ん で しま っ た読 み 間違

い の 例が あ っ た 。 こ れ は漢字語 を見て ， そ の 意 味 が 活

性化 した が
， 類 似語 も活性化 し，類似語の 方 の 音韻が

出力さ れ た ようで あ る。 こ れ らの こ とか らもわ か る よ

う に ， 命名課題 に お い て ， 日 ・中両 方 の音韻 ・意味情

報 が 活性化 して い た こ とが 明 ら か に な っ た 。

結 論

　本研究で は ， 日本語 を学習 し て い る中国語母 語話者

が ，日本語の 漢字 を処理 す る 過程で 日 ・中 の 形態 ・音

韻 ・意 味 の 差異 が 及 ぼ す影響 を検討 し た 。 ま ず ， 形態

情報 の 処 理 に 関 して ，語彙判断課題で も命名課題で も

形態 の 差 異 の 影響 が見 られた。漢字 の 心 的処理 に は形

態処理 が 重要で ある と い う Sakuma 　 et 　 al ．（1998） や

Zhou ＆ Marslen −Wilson （1999，　2000）の 主張を支持 した 。

　次 に
， 音韻情報 の 処理 に 関 し て は ， 実験 1 の語彙判

断課 題 で 音韻 の 主効 果 がな く，茅 本 （1995b ，　1996 ） で見

ら れ て い た 音韻 の 影響 が見 られな か っ た。一
方，実験

2 の 命名課題で は ， 音韻の 主効果が あ り ， 音韻の影響

が 見 られた 。 こ の 音韻 の 要因 は 交互作用 が 見 ら れ ず ，

音韻 の 要因 は 独 立 して い た。 こ れ ら の こ と か ら，音韻

情報の 影響が 現れ て い た 茅本 （1995b ； 1996）の 結果 は，

最終出力 に 音韻情報が 必要 と さ れ て い た 実験課 題 （命

名 課題 ） を行 っ た結果 で あ る こ と が 示 唆さ れ た 。

　最後 に ， 意 味情報 の 処理 に 関し て は ， 語彙判断課題

で も命名課題 で も意 味 に 主効 果 が 見 られ ，日
・中の 意

味の 差異 に 影響を受 け て い た 。
こ の こ と か ら ， 漢字語

の 視覚提 示後の 処理 過程 に は，音韻情報 を必 要 とす る

もの か ， 意味情報 を必要 と す る もの か と い う課題 の 要
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求 に か か わ らず ， 意味情報 の 処理 が 含 まれ て い る こ と

が 示唆 された 。 特に ， 語彙判断課題 で は ， 意味 と他の

要因の 交互 作用 が 見 ら れ ず，意味の要因 は 独立 し て い

た 。 さ らに ，音韻情報 を主 に 必要 とす る命名課題 で も，

意味情 報 に ア クセ ス して い る こ とが明 らか に な っ た 。

漢字 を読み 上 げ る に は ， 音韻情報の み な らず，意 味情

報 も活性化 し て い た 。

　日本語 と中国語は全 く異 な っ た言語 で あ る が，漢字

とい う共通 の 文 字 を使用 す る 。 日本語 を学習 し て い る

中国語母語話者 は ， 日本語の 漢字を認識 し た P読ん だ

り す る と き に ， 中国語 の 漢字 の 情 報 を 活 性化 さ せ て い

る こ とが 明 らか に な っ た 。 特 に ，意味情報は漢字処理

に 重要 な役割 を果 た して い た。漢字 の 音 韻情報が 重要

で あ る こ と は ，
い くっ もの研究で 証明 さ れ て い るが ，

本研究 で は，音韻情報は課題が 要求 して い た命名課題

で の み 影 響 を 及 ぼ し て い た 。 本研 究 で は 日常よ く使 う

日本語 の 2字熟 語 を対象 に検討 したが ， 中国語で は ，

漢字 1 字 だ と そ の 漢字 の 持 つ 音 韻情報が活性化 し や す

い こ と も明 らか に な っ て い る （Zhou ＆ Marslen −Wilson ，

2000）。 日本語で も上 記の こ と が 当て は ま る の か どう

か ， 今後 の 検討が 必要 で あ る。
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実験に 用い た漢字語

SSS 豆 腐 　材 料 　印 刷 　感 謝 散 歩 　統
一

　公 園

　　　現象　禁止

SSD 　料 理 　工 夫　部 長

　　　多少　対 象

SDS 会話 　外 交　金 属

　　　圧力　背景

SDD 交 差 　家 族　主 人

　　　言語　覚悟

DSS 移 動 心 臓 意 義

　　　練習　雑誌

DSD 無 理 　関心 　無 論

　　　試験　結構

DDS 　発音 　進 歩 　永 遠

　　　音楽　経営

DDD 階段 　認 識 事 業

　　　保 険　作業

招 待 通 信 　
一

気 到 底

銀 行 宗 教 　実行 結 果

行 事 是 非 　完全 　結局

電 話 　豊 富 　採用 　複 雑

勤 労 　出 頭 評 判 検討

産業 　記憶 　危険　確認

緊 張 　発 火 　講義　翻訳
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料

非単語

料待 　工 憶 部 謝 招 少　通局

対誌 　交
一　家行 　主景　行張

是 象 　完音 結 全 　言 歩 　覚 園

話勤　出腐　評楽　検教　業試

結 力 　階長 認 遠 事 差　緊 人

無 営　作夫　豆 臓　材族　印話

感 験 　散 頭 　統 悟 　公 歩　現 判

金非　銀止 　宗象　実 労　結 用

圧 構 　背 論 移 認 心 果 　意 業

複事　練 義　雑動　発 料　進 習

永理 　産険　記討 　危底　確義

一
信 　到 段 　多心

無 訳　関属　保 雑

発 業　講 理　翻 富

禁 識　会 気　外 火

電 語　豊 交　採険

音行　経刷

五exic α1／1　ccess 如 ノlri≠冫anese 　Ka ηブガby〈「ative 　SPeakers　oゾ Chinese’

　　　　　　　　Evidence　from　Lexical　 Decision　and 　Na 〃伽 9 　Tasles

｝
’

URIKO　K4　YA”07V （ZVTEreiYATION．4L　STし「DEitT （］FA叮E 配，跏 〜（tSHiMA　UNIV71RS厂τ｝ワJneANESEみ）σ地噸 L　Oド 五buca　TI（）岨 ム禽 卜℃HOLOG ｝〜2002，5α 436− 445

　The　present 　study 　investigated　the　mental 　processing 　of　Japanese　kanji（Chinese・origin 　characters 　in　the

Japanese　language）by　native 　speakers 　of　Chinese　who 　had　studied 　Japanese．　A 　lexical　 decision　task

（Experiment　l）and 　a　naming 　task （Experiment　2｝　were 　used 　to　investigate　the　effects 　of 　the　form ，　pronuncia・

tion，　and 　meaning 　of 　kanjj　on 　visual 　wQrd 　recognition ．　 The 　stimuli 　were 　8　groups　of 　Japanese　kanji，　half

of 　which 　were 　the　same 　as 　characters 　in　the　Chinese　language，　and 　half　of　which 　were 　different　in　terms 　of

form ，　pronunciation ，　and ／or 　meaning ．　 It　was 　concluded 　that　in　the　mental 　lexicon　of　the　Chinese　speakers

who 　had　studied 　Japanese，　Japanese　and 　Chinese　words 　with 　the　same 　form ，　similar 　pronunciation ，　er 　similar

meaning 　were 　closely 　linked．　 Moreover ，　meaning 　was 　activated 　in　both　the　lexical　decisien　task 　and 　the

name 　task．　 Information　about 　the　pronunciation 　of 　the　characters 　was 　important　in　the　naming 　task ，　which

required 　overt 　phonological 　responses ．　 However ，　such 　was 　nQt 　the　case 　for　the 】exical 　decision　task ，　in

which 　overt 　phono 】egical 　output 　was 　not 　required ．

　　Key 　Words ： mental 　iexicon，　Japanese　kanji，　lexical　decision，　narning ，　native 　speakers 　of　Chinesc
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